
１「臨教審」から「教育課程審議会答申」そして

教
育
課
程
審
議
会
は
、
一
九
八
七
年
の
一
二
月
に
「
臨
教
審
」
の

最
終
答
申
を
受
け
た
か
た
ち
で
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
関
し
て

意
見
を
ま
と
め
答
申
を
文
部
大
臣
に
提
出
し
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
個
性
主
義
」
を
原
理
と
し
て
教
育
内
容
を
編

成
す
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
ろ
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
個
性
主
義
」
と

い
う
原
則
は
、
臨
教
審
が
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
は
能

力
主
義
、
つ
ま
り
自
由
競
争
主
義
の
立
場
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
、
民
族
主
義
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
徳
教
育

の
徹
底
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
強
調
と
い
う
二
側
面
を
う
ち
に
ふ
く

ん
だ
原
理
な
の
で
あ
る
。

特
集
１

一
、
教
育
課
程
審
議
会
答
申
二
九
八
七
年
一
一
一
月
）

の
原
理
に
つ
い
て

「
臨
教
審
」
か
ら
「
教
育
課
程
審
議
会
答
申
」
そ
し
て

今
回
の
「
教
育
課
程
審
議
会
答
申
」
の
小
、
中
、
高
の
教
育
内

容
の
改
善
（
？
）
の
方
向
の
具
体
的
な
あ
り
様
を
、
と
り
あ
え
ず
こ

の
二
つ
の
流
れ
に
そ
っ
て
抽
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
と
な

る
。も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
つ
の
流
れ
を
分
析
的
に
並
べ
て
み
て
、
そ
し
・

て
さ
ら
に
総
合
し
て
判
断
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
加
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
上
段
に
ま
と
め

た
道
徳
教
育
を
強
化
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
す
す
め
る
と
い
う
側

面
の
問
題
で
は
、
①
の
生
活
科
の
新
設
と
い
う
の
が
問
題
に
な
る
。

生
活
科
は
い
か
に
も
小
学
校
低
学
年
に
ふ
さ
わ
し
い
教
科
の
よ
う
に

み
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
回
の
「
教
課
審
」
の
説
明
に
よ
る

と
、
従
来
の
社
会
科
で
必
ず
と
り
あ
げ
て
い
た
「
親
の
仕
事
（
労

鈴
木

祥
蔵
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す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
類
の
良
心
と
は
、
戦
争
に
反
対
し
、
反
核
・

反
原
発
を
つ
ら
ぬ
き
通
す
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
人
権
の
思
想
を

明
確
に
持
っ
て
反
差
別
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

世
界
人
権
宣
言
の
前
文
に
は
、
「
人
権
の
無
視
と
軽
侮
と
は
人
類

の
良
心
を
踏
み
に
じ
っ
た
野
蛮
行
為
を
生
ぜ
し
め
…
…
」
と
表
現
さ

れ
て
い
ろ
。
野
蛮
行
為
の
最
た
る
も
の
が
戦
争
で
あ
り
、
日
常
的
に

生
ず
る
野
蛮
行
為
が
差
別
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
差
別
を
許
さ

ず
、
差
別
を
見
ぬ
き
、
差
別
に
反
対
す
る
精
神
を
育
て
る
こ
と
が
今

日
の
人
類
に
課
せ
ら
れ
た
も
っ
と
も
重
要
な
道
徳
な
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
道
徳
を
強
化
す
る
道
を
と
ざ
し
て
、
今
日
の
日
本
の
国
家

権
力
を
権
威
と
し
て
そ
の
命
令
に
唯
唯
諾
々
と
従
う
態
度
を
子
ど
も

に
植
え
つ
け
ろ
、
つ
ま
り
、
現
在
の
秩
序
に
従
順
で
あ
る
こ
と
そ
れ

が
道
徳
だ
と
彼
ら
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
「
社

会
規
範
」
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
人
間
の
道
徳
で
は
な
い
？

日
の
丸
・
君
が
代
に
慣
れ
さ
せ
る
の
も
彼
ら
の
い
う
と
こ
ろ
の
道
徳

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
す
れ
ば
国
家
規
範
に
従
う
こ
と
だ
け
が
強

制
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
国
家
が
戦
争
を
決
意
し
た
と
き
に
こ
れ
を
批

判
し
冗
人
類
の
良
心
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
の
で
き
な
い
国
民
を
つ
く
り

出
す
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。

社
会
科
は
戦
前
の
修
身
科
に
象
徴
さ
れ
る
「
国
家
規
範
」
（
当
時

の
社
会
規
範
）
の
押
し
つ
け
が
あ
の
い
ま
わ
し
い
戦
争
へ
の
準
備
教

育
で
あ
っ
た
こ
と
を
批
判
し
反
省
し
て
、
第
一
に
「
批
判
力
」
の
青

ご
「
日
の
丸
、
君

②
国
語
科
に
道
徳
を
教

①
小
学
校
低
学
年
の

⑧
格
技
を
一
武
道

７
羽
す
△
石
、
を
廓

⑥
小
学
校
六
年
生
と
中
学
監

⑧
校
長
・
教
頭
に
も
道
徳
の
埒

厘
と
〔
公
「
天
闘
加
と
面
ｊ
一
瞬

の
郵
診
桐

追
益
駐
診
畜

用
い
て
、
》
胃
群
祇
の
〈

型
旗
と
詞
一
歌
一
の
憲
一
蚕
一
来
の
｛
昌
枝
の
桂
川
を
は
寺

迫
溢
麗
診
室
同
一
と
闘
哩
底

垣
徳
教
育
を
徹
一
②
中
学
校
で
習
熟
度
別
綜
崩

埋
一
①③
中
学
校
三
年
生
を
中
心
に
選
択

⑥
単
位
制
育
同
校
を
制
度
化
し
て
群

⑤
六
年
制
中
学
校
を
制
度

④
高
校
で
は
選
択
籔
科
を
大
幅

我
の
鐸
側
一
氏当
坪
｝
血
を
多
隊

の
一
因
国
趣
診
吉

治
匹
浩
脊

成
の
た
め
の
そ
し
て
何
よ
り
も
民
主
主
義
を
創
造
的
に
実
践
し
う
る

主
体
づ
く
り
の
教
科
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
；
社
会
科
だ
け
で
実
現
し
う
る
も
の
で
は
な

く
、
す
べ
て
の
教
科
、
す
べ
て
の
教
育
活
動
を
通
じ
て
実
現
し
う
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
ｐ
だ
か
ら
、
社
会
科
と

い
う
教
科
名
を
改
め
て
「
公
民
科
」
と
す
る
と
い
う
意
図
は
７
将
来

の
世
代
か
ら
批
判
力
を
ぬ
き
と
り
、
国
家
・
社
会
の
規
範
を
無
条
件

に
肯
定
す
る
国
民
を
育
て
る
こ
と
を
彼
ら
は
「
公
民
科
」
で
果
た
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
御
承
知
の
よ
う
に
Ｐ
文
部
省
の
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
の
学

習
指
導
要
領
（
戦
後
三
度
目
の
改
訂
）
は
、
多
く
の
新
聞
が
驚
き
の

声
を
あ
げ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
「
神
話
を
復
活
」
さ
せ
、
「
天
皇
敬

愛
の
精
神
」
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
、
「
公
民
育
成
」
に
力
点
を
お

く
こ
と
を
方
針
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
学
習
指
導
要
領
の
「
内
容
の
取
扱
い
」
方
の
説
明
の
と
こ
ろ

か
ら
二
、
三
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
日
本
の
神
話
や
伝
説
も
取
り
上
げ
、
わ
が
国
の
神
話
は
お
よ
そ

八
世
紀
の
初
め
ご
ろ
ま
で
に
記
紀
を
中
心
に
集
大
成
さ
れ
、
記
録
さ

れ
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
こ
れ
ら
古

代
の
人
々
の
も
の
の
見
方
や
国
の
形
成
に
関
す
る
考
え
方
な
ど
を
示

す
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」

「
い
た
ず
ら
に
細
か
な
史
実
に
わ
た
る
こ
と
を
さ
け
、
歴
史
上
の
人

働
）
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
学
ぶ
機
会
に
リ
ア
ル
に
社
会
を
見
る

目
を
育
て
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
取
り
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
社
会
規

範
に
な
じ
ま
せ
ろ
と
い
う
方
向
で
授
業
が
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

戦
前
の
天
皇
制
下
の
教
育
で
は
、
修
身
科
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
た
し
、
そ
れ
以
上
に
、
国
語
科
の
内
容
が
当
時
の
「
道

徳
」
を
教
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
当
時
は
国
定
教
科
書
で
あ

っ
た
関
係
も
あ
り
、
国
語
の
教
材
に
は
超
国
家
主
義
的
、
軍
国
主
義

的
教
材
が
極
め
て
自
由
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

全
学
年
で
社
会
科
を
廃
止
す
る
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
せ
ば
、
お

そ
ら
く
教
員
か
父
母
た
ち
の
反
対
が
強
く
出
て
く
る
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
の
で
、
な
し
く
ず
し
に
、
当
面
は
低
学
年
と
、
高
校
か
ら
「
社

会
科
」
を
廃
止
し
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。校
長
や
教
頭
に
道
徳
の
授
業
を
持
た
せ
ろ
と
い
う
方
針
は
、
こ
れ

ま
た
戦
前
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
復
活

さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
校
長
は
管
理
手
当
を
も
ら
っ
て
い
る

管
理
職
で
あ
る
。
だ
か
ら
管
理
の
意
図
が
平
の
教
員
を
飛
び
越
え
て

子
ど
も
た
ち
に
充
分
に
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
「
教
課
審
」
は

読
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
彼
ら
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
道

徳
」
な
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
極
め
て
明
瞭
な
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
言
う
道
徳
と
は
、
「
人
類
の
良
心
」
に
従
っ
て
行
動

■螺ｉｆ瀞
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物
や
物
語
な
ど
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
活
用
し
て
、
中
学
校
の
学
習
と
の
効

果
的
な
関
連
を
く
ふ
う
す
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
歴
史
を
通
じ
て

み
ら
れ
る
皇
室
と
国
民
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
り
、
貴
重

な
文
化
財
の
尊
重
・
保
護
が
国
民
全
体
の
た
い
せ
つ
な
歴
史
的
責
任

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
」

ま
た
さ
ら
に
、
憲
法
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
「
天
皇
に
つ
い
て

は
、
日
本
国
憲
法
に
定
め
る
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
行
為
な
ど
児
童

に
理
解
し
や
す
い
具
体
的
な
事
項
を
取
り
上
げ
て
指
導
し
、
歴
史
に

関
す
る
学
習
と
関
連
を
図
り
な
が
ら
、
天
皇
に
つ
い
て
の
理
解
と
敬

愛
の
念
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
強
調
し
な

が
ら
一
方
で
、
「
国
民
と
し
て
の
た
い
せ
つ
な
権
利
・
義
務
に
つ
い

て
も
参
政
権
、
納
税
の
義
務
な
ど
、
児
童
に
理
解
し
や
す
い
事
柄
を

中
心
に
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
基
本
的
人
権
の

思
想
や
、
そ
の
具
体
的
権
利
の
内
容
は
教
え
る
必
要
は
な
い
と
し
て

抜
き
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
は
、
そ
の
延
長
線
上
で
社
会
科

を
解
体
し
て
小
学
校
低
学
年
で
は
生
活
科
と
し
、
高
校
で
は
公
民
科

に
改
め
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。

道
徳
教
育
を
徹
底
し
、
日
の
丸
・
君
が
代
を
学
校
に
強
要
す
る
と

の
学
習
指
導
要
領
の
ね
ら
い
は
結
局
は
「
国
家
・
社
会
の
進
展
に
進

ん
で
寄
与
し
よ
う
と
す
る
態
度
」
を
も
っ
た
公
民
を
養
成
す
る
こ
と

が
ね
ら
い
な
の
で
あ
る
。

っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
の
教
育
改
革
つ
ま
り
新
教
育
は
、
こ
の
よ
う
な
教
育
制
度
の

二
重
構
造
を
打
破
し
て
教
育
の
機
会
を
平
等
に
し
、
し
か
も
高
校
ま

で
は
す
べ
て
の
階
層
の
国
民
に
等
し
く
開
放
し
よ
う
と
い
う
理
念
を

も
っ
て
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
高
校
一
一
一
原
則
、
す
な
わ
ち
男
女
共

学
、
総
合
制
、
小
学
区
制
は
ま
さ
に
そ
の
理
念
の
具
体
的
目
標
と
し

て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

資
本
の
論
理
か
ら
い
う
と
こ
れ
は
必
ず
し
も
望
ま
し
い
も
の
で
は

な
い
。
第
一
に
高
校
ま
で
の
平
等
な
教
育
保
障
は
「
教
育
予
算
」
を

食
い
す
ぎ
ろ
。
第
二
に
教
育
競
争
が
低
下
し
て
、
資
本
の
要
求
に
応

じ
低
賃
金
に
甘
ん
じ
て
我
武
者
羅
に
働
く
労
働
者
を
得
に
く
く
す

る
。
ま
た
第
三
に
国
民
一
般
が
高
学
歴
化
す
れ
ば
、
賃
金
格
差
を
つ

け
に
く
く
な
り
、
当
然
に
資
本
の
利
潤
は
低
下
す
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
も
あ
っ
て
資
本
の
側
は
、
教
育
の
平
等
と
い
う

理
念
を
攻
撃
し
は
じ
め
ろ
。

第
一
に
各
人
の
能
力
は
生
得
的
な
も
の
で
あ
っ
て
努
力
に
よ
っ
て

カ
バ
ー
し
う
る
も
の
は
あ
る
に
し
て
も
、
遺
伝
的
素
質
は
否
定
し
得

な
い
と
い
う
一
八
世
紀
以
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
ち
出
し
て
く

る
。第
二
に
学
校
制
度
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
を
構
築
し
、
上
級
の
学
校
ほ

ど
そ
の
数
を
制
限
し
い
わ
ば
、
「
椅
子
取
り
ゲ
ー
ム
」
を
強
制
す

る
。
そ
し
て
こ
の
椅
子
取
り
ゲ
ー
ム
に
敗
北
し
た
も
の
は
、
も
と
も

と
能
力
が
な
い
と
あ
き
ら
め
、
従
っ
て
現
に
あ
る
賃
金
格
差
を
甘
ん

じ
て
う
け
と
り
勝
っ
た
も
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
敗
北
者
た
ち
よ

り
は
高
い
賃
金
を
も
ら
う
の
を
当
然
だ
と
し
て
肯
定
す
る
。

今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
原
理
の
一
つ
は
能
力
主
義
を
徹
底

さ
せ
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
臨
教
審
の
提
起
し
た
「
個

性
重
視
」
ま
た
は
「
個
性
主
義
」
と
い
う
概
念
の
一
つ
の
側
面
な
の

で
あ
る
。

「
小
学
校
か
ら
学
習
評
価
を
多
様
化
す
る
」
と
い
う
方
針
は
、
個

々
の
子
ど
も
た
ち
の
個
性
を
発
見
し
そ
の
個
性
に
即
し
て
自
由
に
伸

々
と
子
ど
も
の
自
発
的
活
動
を
許
そ
う
と
い
う
方
針
な
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
子
ど
も
た
ち
の
能
力
あ
る
も
の
も
能
力
無
い
も
の
も

平
等
に
扱
う
こ
と
を
や
め
て
そ
こ
に
あ
る
能
力
差
を
確
認
し
、
子
ど

も
た
ち
に
も
確
認
さ
せ
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
中
学
校
で

は
、
習
熟
度
別
編
成
を
と
り
入
れ
て
、
能
力
別
の
取
り
扱
い
に
慣
れ

さ
せ
ろ
と
い
う
案
で
あ
る
。
も
う
高
校
で
は
こ
の
習
熟
度
別
編
成
が

す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
ろ
。
こ
れ
に
小
学
校
か
ら
な
れ
さ
せ
ろ
と
い

う
の
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
一
二
月
の
国
連
総
会
で
は
「
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ

る
形
態
の
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
」
を
採
択
し
た
。
そ
れ
を
日

本
政
府
は
一
九
八
○
年
の
国
際
婦
人
年
の
中
間
年
の
集
会
に
代
表
を

派
遣
し
て
、
一
九
八
五
年
ま
で
に
批
准
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
そ

う
し
て
「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
「
女
性

現
在
の
日
本
の
国
家
・
社
会
は
、
資
本
家
た
ち
の
国
家
’
社
会
で

あ
る
。
資
本
は
諸
外
国
に
商
品
を
売
り
つ
け
て
莫
大
な
利
潤
を
追
求

し
つ
つ
あ
る
。
資
本
主
義
の
生
き
の
び
る
道
は
文
明
の
利
器
を
総
動

員
し
て
商
品
の
生
産
に
お
い
て
〃
速
か
に
〃
〃
一
挙
に
〃
〃
莫
大
な

数
を
こ
な
し
〃
効
率
的
に
利
潤
を
追
求
し
う
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て

競
争
に
勝
て
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
科
学
・
技
術
の
高
度

化
に
と
も
な
う
そ
の
集
約
化
、
そ
の
改
良
と
応
用
力
に
お
け
る
〃
創

造
性
〃
〃
新
製
品
の
開
発
力
〃
そ
れ
ら
の
特
性
を
身
に
つ
け
た
産
業

の
戦
士
の
養
成
は
資
本
の
命
運
を
左
右
す
る
か
ら
、
資
本
の
学
校
教

育
へ
の
期
待
は
大
き
く
強
め
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

能
力
主
義
ま
た
は
成
績
第
一
主
義
（
日
の
円
旨
国
旦
）
は
近
代
産
業

が
生
み
出
し
た
人
間
評
価
の
規
準
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
近
代
学
校
を

支
配
す
る
中
心
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
学
制
以
来
、
日
本
の
学
校
は
、
庶
民

の
た
め
の
義
務
制
の
学
校
と
専
門
学
校
ま
た
は
大
学
の
制
度
と
二
重

の
構
造
を
つ
く
り
上
げ
て
い
た
。
義
務
制
の
学
校
は
、
兵
隊
・
下
層

の
労
働
者
・
下
層
の
農
民
そ
し
て
大
部
分
の
女
性
た
ち
を
教
育
し
、

読
み
、
書
き
、
そ
ろ
ば
ん
を
教
え
従
順
に
命
令
通
り
に
行
動
で
き
る

よ
う
な
「
修
身
」
の
教
育
を
す
る
機
関
で
あ
っ
た
。
｜
方
、
専
門

学
校
や
大
学
は
上
級
の
官
僚
、
軍
隊
で
の
将
校
・
企
業
の
経
営
者
、

ま
た
は
企
業
で
の
技
師
や
職
場
長
の
養
成
所
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

地
域
社
会
で
は
名
門
と
い
わ
れ
る
上
層
階
級
の
子
弟
の
教
育
機
関
だ



Ｐ 

７「臨教審」から「教育課程審議会答申」そして

差
別
撤
廃
条
約
」
の
精
神
の
換
骨
奪
胎
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
更
に

「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
」
の
完
全
批
准
に
向
け
た
闘
い
を
継
続
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
」
に
は
そ
の
第
十
条
に

教
育
の
平
等
を
規
定
し
「
当
時
国
は
女
性
に
対
し
、
教
育
の
分
野
に

お
い
て
男
女
の
同
等
の
権
利
を
確
保
す
る
た
め
、
特
に
男
女
平
等
を

基
礎
と
し
て
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
女
性
に
対
す
る
差
別
を

撤
廃
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
」
と
し
、
側
か
ら

伽
ま
で
の
条
件
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
少
し
引
用
が
長
く
な
る
け

れ
ど
も
是
非
各
項
目
を
読
ん
で
検
討
し
て
ほ
し
い
。

側
農
村
及
び
都
市
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
教
育
施
設
に
お
け
る
進
路

及
び
職
業
指
導
、
勉
学
の
機
会
並
び
に
資
格
証
書
の
取
得
の
た
め

の
同
一
の
条
件
。
こ
の
平
等
は
、
就
学
前
教
育
、
普
通
教
育
、
技

術
教
育
、
専
門
教
育
及
び
高
等
技
術
教
育
並
び
に
あ
ら
ゆ
る
形
態

の
職
業
訓
練
に
お
い
て
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．
、
ガ
リ
キ
ユ
ラ
ム

個
〆
同
一
の
教
育
課
程
し
同
一
の
試
験
、
同
一
水
準
の
資
格
を
有
す

る
教
職
員
及
び
同
一
の
質
の
学
校
施
設
（
の
８
．
．
］
官
の
目
の
①
の

：
」
の
＠
日
□
曰
の
日
）
に
つ
い
て
の
機
会

㈲
教
育
の
す
べ
て
の
段
階
及
び
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
教
育
に
お
け
る

Ｊ
男
女
の
役
割
に
つ
い
て
の
定
型
化
さ
れ
た
概
念
の
撤
廃
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
の
達
成
を
助
長
す
る
こ
と
と
な
る
男
女

共
学
そ
の
他
の
種
類
の
教
育
を
奨
励
し
特
に
、
教
科
書
及
び
授
業

⑪
戦
後
政
治
の
総
決
算
の
教
育
版

こ
の
臨
教
審
の
政
治
的
立
場
を
私
な
り
に
ま
と
め
て
み
ろ
と
、
第

一
に
そ
れ
は
中
曽
根
首
相
（
当
時
）
の
政
治
の
道
具
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
ｂ
第
一
一
に
そ
の
こ
と
の
何
よ
り
の
証
明
は
、
中
曽
根

首
相
の
い
う
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
の
一
環
と
し
て
の
位
置
づ
け

に
忠
実
に
し
か
も
選
挙
の
予
定
曰
に
合
わ
せ
て
そ
の
つ
ど
急
い
で
中

間
答
申
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
？

丁
す
で
に
何
度
も
臨
教
審
の
批
判
を
本
紀
要
で
も
展
開
し
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
昨
壹
九
八
七
年
八
月
七
日
に
最
終
答
申
を
出
し
て
臨
教

審
は
一
応
解
散
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
も
う
一
度
総
括
し
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

め
に
努
力
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
差
別
」
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
能
力
主
義
の
原
理
が
教

育
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
被
差
別
の
側
に
お
か
れ
た
住
民
の
子
ど

も
た
ち
は
《
・
常
に
排
除
さ
れ
る
か
、
能
力
無
し
と
位
置
づ
け
ら
れ
定

し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
ｂ
教
育
に
お
け
る
能
力
主
義
は
現
状

の
差
別
を
温
存
す
る
だ
け
で
な
く
そ
の
現
状
の
差
別
を
さ
ら
に
助
長

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
［
臨
教
審
の
政
治
的
立
場

計
画
の
改
定
並
び
に
教
授
法
の
調
整
を
行
う
。

側
奨
学
金
そ
の
他
の
勉
学
補
助
金
の
利
益
を
享
受
す
る
同
一
の
機

会

回
教
育
継
続
計
画
（
成
人
向
け
の
及
び
機
能
的
な
識
字
計
画
を
含

む
。
）
特
に
、
男
女
間
に
存
在
す
る
教
育
上
の
格
差
を
で
き
る
限

り
早
期
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
教
育
継
続
計
画
を
利

用
す
る
同
一
の
機
会

Ⅲ
女
子
学
生
の
中
途
退
学
率
の
減
少
及
び
早
期
に
退
学
し
た
女
生

徒
及
び
女
性
の
た
め
の
計
画
の
策
定

㈲
ス
ポ
ー
ツ
及
び
体
育
に
積
極
的
に
参
加
す
る
同
一
の
機
会

伽
家
族
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
役
立
つ
特
別
の
教
育
的
情
報

（
家
族
計
画
に
関
す
る
情
報
及
び
助
言
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の

機
会

従
来
、
女
性
は
ど
の
国
に
お
い
て
も
男
性
に
比
べ
て
差
別
的
に
扱

わ
れ
、
い
ま
だ
に
基
本
的
人
権
の
享
受
と
い
う
点
で
不
平
等
に
扱
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
差
別
か
ら
女
性
を
解
放
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
教
育
に
お
け
る
完
全
な
平
等
を
実
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
差
別
と
教
育
と
の
関
係
は
一
切
の
他
の
差
別
に
お
い
て
も
同

じ
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
障
害
者
の
教
育
、
少

数
民
族
の
教
育
、
と
り
わ
け
被
差
別
部
落
の
教
育
並
び
に
下
層
の
労

働
者
の
教
育
に
お
い
て
意
識
的
に
「
平
等
の
条
件
」
を
保
障
す
る
た

人
一
九
八
四
年
九
月
五
日
に
臨
教
審
は
初
会
合
を
も
ち
、
中
間
的
に

審
議
の
ま
と
め
を
発
表
し
な
が
ら
、
第
一
次
答
申
は
一
九
八
五
年
六

月
一
一
六
日
に
出
さ
れ
た
ｂ
こ
れ
や
は
東
京
都
議
選
の
直
前
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
第
二
次
答
申
は
、
衆
参
同
日
選
挙
前
の
一
九
八
六
年
四
月
一
一
三

日
に
発
表
さ
れ
、
第
三
次
答
申
は
統
一
地
方
選
挙
前
の
一
九
八
七
年

四
月
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
最
終
答
申
は
、
臨
教
審
委
員

の
任
期
切
れ
の
た
め
に
一
九
八
七
年
八
月
七
日
に
提
出
の
運
び
と
な

っ
た
が
、
政
治
の
道
具
と
し
て
選
挙
を
政
府
自
民
党
に
有
利
に
作
用

す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
答
申
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
一
貫
し
て
い
た
。

そ
し
て
臨
教
審
は
、
臨
調
ｄ
行
革
の
路
線
の
延
長
と
し
て
、
財
政

支
出
抑
制
と
い
う
方
針
に
し
ば
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
Ｃ
こ
の
点
は

大
蔵
省
か
ら
の
申
し
入
れ
も
あ
っ
た
し
へ
ま
た
文
部
省
か
ら
も
特
別

の
注
文
が
出
さ
れ
て
い
た
。

己
大
規
模
学
校
の
解
消
や
四
○
人
学
級
実
現
な
ど
の
問
題
は
、
臨
教

審
の
課
題
に
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
臨

教
審
答
申
に
は
、
教
育
の
諸
条
件
の
整
備
と
い
う
課
題
は
、
ほ
と
ん

ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
国
民
の
切
実
な
願
い
や
要
求
で
あ
る
過
大

学
校
や
ス
シ
詰
め
学
級
、
特
に
高
校
の
過
大
す
ぎ
る
学
級
定
員
の
改

善
な
ど
に
は
、
何
ひ
と
つ
答
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
丁
１
匁

そ
れ
か
ら
臨
教
審
は
、
従
来
の
文
部
行
政
の
画
一
性
・
硬
直
性
に

句
■
■
Ｆ
■
｜
印
Ｄ
●
◆
●
Ｏ
一

つ
い
て
、
こ
と
ば
の
上
で
は
批
判
を
し
て
い
た
が
、
何
ら
の
文
部
省

改
善
の
具
体
的
改
革
案
も
出
し
て
い
な
い
。
御
承
知
の
よ
う
に
臨
教

ｎ
、
屯
『
可
や
、
出
、
氾
円
可
丁
『
咀
已
●
妬
。
■
■
■
■
わ
△
■
Ⅶ
Ⅱ
■
０
５
０
０
０
０
Ｗ
叩
Ⅱ
写
０
０
０



〃

９「臨教審」から「教育課程審議会答申」そして ８ 

審
の
メ
ン
バ
ー
は
、
一
一
五
人
だ
が
、
そ
こ
に
は
大
き
く
二
つ
の
グ
ル

ー
プ
が
あ
る
。
一
つ
は
中
曽
根
前
首
相
の
私
的
諮
問
機
関
で
あ
る
「
文

教
懇
」
と
松
下
幸
之
助
の
主
催
す
る
「
京
都
座
会
」
の
両
方
に
ま
た

が
っ
て
所
属
す
る
香
山
健
一
学
習
院
大
学
教
授
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
、

も
う
一
つ
は
当
時
の
森
文
部
大
臣
の
推
薦
し
た
文
部
省
支
持
派
と
い

わ
れ
る
飯
島
名
古
屋
大
学
学
長
・
有
田
寿
一
氏
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
で

あ
っ
た
。

前
者
の
香
山
健
一
は
第
一
部
会
の
部
会
員
、
後
者
の
有
田
寿
一
は

第
三
部
会
の
部
会
長
で
飯
島
宗
一
は
第
四
部
会
長
だ
っ
た
の
だ
が
、

香
山
派
は
最
初
か
ら
「
自
由
化
」
を
中
心
原
理
に
す
べ
き
だ
と
主

張
、
有
田
・
飯
島
派
は
そ
れ
で
は
文
部
省
の
権
限
が
弱
ま
り
混
乱
が

予
想
さ
れ
ろ
と
反
対
し
た
。
香
山
派
の
自
由
化
論
は
、
日
本
の
資
本

家
た
ち
の
要
望
を
先
取
り
し
た
「
自
由
競
争
主
義
」
の
教
育
版
で

あ
る
か
ら
、
過
去
四
○
年
間
の
文
部
省
の
「
新
教
育
な
し
く
ず
し
政

策
」
、
国
家
主
義
的
な
中
央
集
権
的
行
政
指
導
を
否
定
し
か
ね
な
い

わ
け
で
あ
る
か
ら
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
臨
教
審
の
出
発
当
初
か
ら

意
見
が
対
立
し
、
激
論
の
末
に
妥
協
が
成
立
し
て
「
個
性
重
視
」
ま

た
は
「
個
性
主
義
」
の
原
理
で
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

最
終
答
申
が
出
た
後
は
、
主
と
し
て
文
部
省
が
教
育
改
革
を
推
進

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
よ
り
硬
直
し
た
従
来
通
り
の

文
教
行
政
が
実
施
さ
れ
る
恐
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
き
て
い

ろ
。
臨
教
審
答
申
関
連
六
法
案
と
い
う
も
の
の
中
味
を
見
れ
ば
、
こ

そ
こ
か
ら
具
体
的
か
つ
有
効
な
対
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
国
民
の
期
待
を
裏

切
り
、
「
教
育
荒
廃
」
は
親
と
教
師
に
責
任
が
あ
る
か
の
よ
う
な
攻

撃
を
し
か
け
て
い
ろ
。
入
試
地
獄
と
い
わ
れ
る
「
教
育
競
争
へ
の
傾

斜
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
「
入
試
改
善
」
も
掛
け
声
だ
け
で
、
何
ら

の
具
体
案
も
明
示
し
て
い
な
い
。
大
学
共
通
一
次
テ
ス
ト
に
代
わ
る

「
新
テ
ス
ト
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
私
立
大
学
が
「
大

学
の
序
列
化
を
い
っ
そ
う
進
め
る
も
の
」
と
し
て
反
発
を
ま
ね
い
て

い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
こ
の
「
新
テ
ス
ト
」
実
施
に
む
け
法
案
が

国
会
に
上
程
さ
れ
た
が
、
「
受
験
地
獄
の
解
消
に
は
ほ
ど
遠
く
、

い
っ
そ
う
競
争
を
あ
お
る
も
の
だ
」
と
の
批
判
が
ま
き
お
こ
っ
て
い

ろ
。ま
た
国
民
の
側
は
へ
日
教
組
の
教
育
改
革
プ
ラ
ン
や
「
女
だ
け
の

民
教
審
」
の
提
言
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
せ
め
て
高
校
ま
で

は
全
員
入
学
の
道
を
開
い
て
無
償
化
し
て
ほ
し
い
と
い
う
強
い
願
い

を
も
っ
て
い
ろ
。
し
か
し
、
こ
の
親
た
ち
の
切
実
な
願
い
に
つ
い
て

も
拒
否
し
て
し
ま
っ
て
い
ろ
。
そ
し
て
「
六
年
制
中
等
学
校
」
や

「
単
位
制
高
等
学
校
」
の
新
設
な
ど
と
い
う
小
手
先
の
改
善
策
し
か

提
示
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
マ
ン
モ
ス
学
校
解
消
や
す
し
詰
め
学
級
の
改
善
な
ど
の
国

民
の
願
う
教
育
諸
条
件
改
善
に
つ
い
て
も
、
先
に
も
少
し
述
べ
た
通

り
、
全
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
し
、
臨
教
審
の
「
目
新
し
さ
」
の

の
こ
と
は
い
っ
そ
う
明
確
で
あ
る
。

②
平
和
・
基
本
的
人
権
の
尊
重
・
民
主
主
義
の
根
本
原
則
の
否
定

臨
教
審
は
、
そ
の
答
申
の
中
で
は
「
教
育
基
本
法
の
精
神
を
尊

重
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
を
根
本
か
ら
否

定
し
て
い
る
。
彼
ら
は
教
育
基
本
法
の
線
に
沿
っ
て
と
い
い
な
が

ら
、
「
個
性
尊
重
」
と
い
う
原
則
だ
け
を
抽
出
し
て
、
平
和
・
基
本

的
人
権
の
尊
重
・
民
主
主
義
と
い
う
教
育
の
根
本
原
則
を
意
図
的
に

無
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
教
育
基
本
法
の
精
神
は
、
日
本
国
憲
法

の
精
神
を
受
け
つ
ぎ
、
そ
れ
を
具
体
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、

実
際
上
は
こ
れ
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
臨
教
審
の
最
終

段
階
で
塩
川
文
相
（
当
時
）
が
権
力
的
介
入
を
行
な
い
、
「
国
歌
な

ら
び
に
国
旗
に
対
し
て
尊
敬
の
念
を
も
た
せ
ろ
」
と
い
う
文
言
を
挿

入
さ
せ
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
重
視
を
強
要
し
た
の
だ
。

③
国
民
の
「
教
育
改
革
へ
の
期
待
」
を
裏
切
る
臨
教
審

こ
の
よ
う
に
臨
教
審
は
、
「
国
民
の
側
が
教
育
改
革
に
期
待
し
て

い
る
も
の
」
に
は
何
ら
こ
た
え
ず
、
も
っ
ぱ
ら
中
曽
根
自
民
党
政
権

の
政
治
的
道
具
と
し
て
の
役
割
り
に
終
始
し
た
の
で
あ
る
。

国
民
の
側
が
教
育
改
革
に
期
待
し
た
も
の
と
は
、
「
教
育
荒
廃
」

と
い
わ
れ
る
現
実
を
ど
う
変
革
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
教
育
荒
廃
」
な
る
現
象
の
根
本
原
因
を
正
し
く
分
析
・
把
握
し
、

売
り
物
に
し
よ
う
と
し
た
「
九
月
秋
期
入
学
」
の
案
も
、
「
の
ぞ
ま

し
い
」
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
先
送
り
さ
れ
た
格
好
と
な
っ
た
。
先

進
諸
国
と
い
わ
れ
る
国
々
で
は
、
だ
い
た
い
学
級
定
員
は
三
五
名
ま

で
の
規
模
で
、
イ
タ
リ
ア
で
は
学
級
定
員
を
一
一
五
名
に
す
る
法
案
が

採
択
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
も
そ
の
ク
ラ
ス
に
障
害
児
が
入
っ

て
来
た
ら
二
○
名
減
ら
し
、
加
配
を
一
名
つ
け
る
と
い
う
状
況
に
あ

る
。
「
世
界
の
中
の
日
本
」
を
声
高
に
叫
ん
で
も
、
学
級
定
員
が
い

ま
だ
に
四
五
名
の
現
状
の
ま
ま
で
は
、
国
際
社
会
の
中
で
は
笑
い
も

の
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
臨
教
審
は
、
「
文
部
行
政
の
画
一
性
・
官
僚
統
制
へ

の
批
判
」
を
こ
と
ば
と
し
て
は
並
べ
て
い
る
が
、
何
ら
の
改
革
案
も

示
し
て
い
な
い
。
文
部
省
改
革
（
廃
止
）
案
も
出
さ
な
か
っ
た
し
、

教
育
委
員
会
の
改
善
案
や
学
習
指
導
要
領
の
国
家
基
準
化
の
取
り
や

め
、
教
科
書
検
定
の
廃
止
も
、
何
ら
の
具
体
策
を
ま
と
め
る
に
は
い

た
ら
な
い
。
数
育
条
件
整
備
に
は
お
金
を
ま
わ
そ
う
と
せ
ず
、
も
っ

ぱ
ら
軍
備
優
先
の
行
財
政
改
革
に
血
道
を
あ
げ
て
い
ろ
と
い
う
臨
教

審
や
自
民
党
政
治
の
真
実
の
姿
が
、
あ
ま
り
国
民
の
認
識
と
し
て
浸

透
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ろ
。
こ
の
点
は
、
わ
れ

わ
れ
の
努
力
の
弱
さ
と
し
て
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。

三
、
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
と
今
後
の
問
題

い
し
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10 １１「臨教審」から「教育課程審議会答申」そして

圃
窩
湧
舗
醐
閉
渇
剖
剴
哨
刮
咄
抽
悶
副
詞
鴬
潮
風
閉
洞
弧
闇
矧
制
朝
期
咀
利
翻
咽
制
円
副
刑
訶
田
刊
判
側
面
別
剤
期
邨
剥
剖
同
画
甜
甥
黙
国
圃
阿

日
本
の
政
府
並
び
に
自
由
民
主
党
は
双
頭
の
鷲
で
あ
る
。
一
つ
は

中
曽
根
前
首
相
に
象
徴
さ
れ
る
憲
法
改
正
派
で
あ
り
、
天
皇
制
再
建

派
で
あ
る
。
こ
の
集
団
は
靖
国
神
社
法
案
を
折
あ
ら
ば
成
立
さ
せ
軍

事
力
増
強
と
い
う
物
質
的
基
礎
を
強
固
に
す
る
た
め
に
「
防
衛
」
の

任
に
つ
く
国
民
の
愛
国
心
の
教
育
に
力
点
を
お
く
立
場
を
と
る
。
右

翼
的
民
族
主
義
者
集
団
で
も
あ
る
。
奥
野
国
土
庁
長
官
の
よ
う
な
、

発
言
問
題
に
み
ら
れ
る
日
本
帝
国
主
義
戦
争
に
一
片
の
良
心
的
呵
責

を
も
感
じ
な
い
旧
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
い
ま
だ
に
保
持
し
て
い

る
人
々
の
集
団
で
あ
る
。

彼
ら
は
た
と
え
ば
一
九
五
五
（
昭
和
三
○
）
年
の
民
主
党
を
名
の

っ
て
い
た
頃
に
、
「
蔓
う
べ
き
教
科
書
」
な
る
攻
撃
を
か
け
、
文
部

省
に
攻
撃
を
か
け
て
教
科
書
検
定
官
を
多
数
お
く
り
込
み
、
学
校
の

管
理
体
制
を
強
化
さ
せ
、
日
教
組
攻
撃
の
た
め
の
勢
力
と
し
て
の
右

翼
に
資
金
を
み
つ
ぎ
、
中
教
審
を
つ
か
っ
て
、
一
九
六
五
（
昭
和
四

○
）
年
に
は
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
を
出
さ
せ
、
一
九
七
七
（
昭
和

五
一
一
）
年
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
当
っ
て
は
当
時
の
一
一
一
浦
防
衛

庁
長
官
を
つ
か
っ
て
海
部
文
部
大
臣
に
強
硬
な
申
し
入
れ
を
し
、
つ

い
に
「
君
が
代
」
を
国
歌
と
し
て
学
習
指
導
要
領
に
明
記
さ
せ
た
。

全
国
に
指
令
し
て
各
自
治
体
で
決
議
さ
せ
、
「
日
の
丸
、
君
が
代
」

掲
揚
と
斉
唱
を
奨
励
さ
せ
て
き
た
ｐ
一
九
八
五
（
昭
和
六
○
）
年
の

の
九
月
五
日
、
文
部
省
は
遂
に
、
全
国
の
小
中
高
に
お
け
る
「
日
の

丸
」
と
「
君
が
代
」
の
実
施
の
状
況
の
一
覧
表
を
発
表
し
、
そ
の
朱

へ
の
傾
斜
を
促
進
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
む
し
ろ
「
教
育

荒
廃
」
の
真
の
原
因
が
あ
る
。

し
か
る
に
臨
教
審
は
こ
の
根
本
の
原
因
に
目
を
ふ
さ
い
で
、
「
教

育
荒
廃
」
の
原
因
は
、
教
師
と
両
親
に
あ
る
と
む
し
ろ
攻
撃
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

民
族
主
義
並
び
に
国
家
主
義
を
子
ど
も
た
ち
に
押
し
つ
け
、
一
方

で
能
力
主
義
と
競
争
主
義
を
あ
お
っ
て
育
て
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
に

「
基
本
的
人
権
」
の
思
想
が
育
つ
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
の
支
配
層
は
国
際
主
義
と
か
国
際
感
覚
と
い
う
こ
と
ば
を
や

た
ら
に
使
い
は
じ
め
て
い
る
。
海
外
市
場
に
依
存
し
、
国
際
競
争
に

か
り
た
て
ら
れ
、
外
国
に
資
本
を
移
出
し
て
外
国
人
労
働
者
を
多
数

雇
用
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
今
日
の
状
況
で
は
、
む
し
ろ
客
観
的

に
、
独
善
を
排
し
て
、
共
存
の
道
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き

－
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
裏
打
ち
さ
れ
た

民
族
主
義
で
あ
る
の
か
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
イ
ン
タ
レ
ス
ト
（
自
己
民
族

の
利
益
優
先
）
を
基
本
と
し
た
こ
と
ば
だ
け
の
国
際
主
義
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
を
基
本
的
人
権
の
思
想
を
持
ち
は
じ
め
た
諸
外
国
の
人
民

は
た
だ
ち
に
見
抜
く
力
を
持
ち
は
じ
め
て
い
る
の
で
．
あ
る
。

四
か
国
際
的
動
向
か
ら
み
た
わ
が
国
の
教
育

今
年
は
、
一
九
四
八
年
十
一
一
月
十
日
に
国
連
第
三
回
総
会
で
採
択

実
施
府
県
に
大
き
な
圧
力
を
か
け
る
挙
に
で
て
き
た
。
沖
縄
並
び
に

京
都
府
で
は
そ
の
後
教
育
委
員
会
か
ら
の
指
導
が
き
び
し
さ
を
ま
し

て
い
る
。

他
の
一
つ
は
、
経
済
界
の
意
志
を
忠
実
に
実
行
に
移
し
、
日
本
経

済
の
当
面
の
課
題
を
明
確
に
し
つ
つ
、
そ
れ
を
教
育
課
題
と
し
て
学

校
教
育
に
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
す
る
集
団
で
あ
る
。
財
界
四
団
体
、
つ

ま
り
経
済
団
体
連
合
会
、
日
本
経
営
者
団
体
連
合
、
日
本
商
工
会
議

所
、
経
済
同
友
会
は
戦
後
い
ち
は
や
く
教
育
へ
の
発
言
を
繰
り
返
し

て
き
て
い
ろ
。

文
部
省
に
付
属
す
る
審
議
会
に
は
常
に
財
界
を
代
表
す
る
立
場
の

人
物
が
お
く
り
込
ま
れ
て
、
そ
こ
で
つ
く
ら
れ
た
答
申
は
常
に
文
部

省
の
教
学
方
針
に
採
用
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
十
一
月
に
は
、
日
経
連
が
「
新
時
代

の
要
請
に
対
応
す
る
技
術
教
育
に
関
す
る
意
見
」
を
出
し
た
。
ま
た

最
も
そ
の
後
の
日
本
の
教
育
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
の
は
、
経
済

審
議
会
の
「
経
済
発
展
に
お
け
る
人
的
能
力
開
発
の
課
題
と
対
策
」

で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
は
日
経
連
が
「
教

育
の
基
本
問
題
に
対
す
る
産
業
界
の
提
言
と
見
解
」
を
出
し
、
そ
の

二
年
後
に
は
「
大
学
改
革
の
実
現
に
関
す
る
要
望
」
を
出
し
て
い

る
。財
界
の
政
策
で
あ
る
高
度
経
済
成
長
政
策
に
忠
実
に
従
っ
て
き
た

の
は
文
部
省
で
あ
り
、
そ
の
方
針
が
能
力
主
義
、
競
争
主
義
の
教
育

さ
れ
た
「
世
界
人
権
宣
言
」
の
四
○
周
年
の
年
に
当
た
る
。
こ
の
宣

言
は
国
連
憲
章
の
精
神
を
う
け
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
反

戦
、
反
差
別
と
人
間
の
基
本
的
人
権
の
尊
重
の
精
神
が
一
つ
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
ろ
。

一
九
五
七
年
か
ら
は
そ
の
時
々
の
世
界
中
の
人
類
の
立
場
に
立
っ

て
重
要
な
課
題
に
重
点
的
に
取
り
組
む
た
め
の
国
際
年
の
設
定
が
は

じ
め
ら
れ
た
。
国
際
地
球
観
測
年
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
毎
年

の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
九

六
八
年
に
は
国
際
人
権
年
、
」
九
七
一
年
に
は
人
種
差
別
と
た
た
か

う
国
際
年
、
一
九
七
五
年
に
は
国
際
婦
人
年
、
一
九
七
八
年
に
は
国

際
反
人
種
隔
離
政
策
年
、
一
九
八
○
年
に
は
国
際
婦
人
年
中
間
年
、

一
九
八
一
年
に
は
国
際
障
害
者
年
、
一
九
八
二
年
に
は
南
ア
フ
リ
カ

制
裁
国
際
年
、
］
九
八
五
年
は
国
際
青
年
年
、
一
九
八
六
年
に
は
国

際
平
和
年
、
そ
し
て
一
九
八
七
年
は
、
国
際
居
住
年
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
間
に
幾
つ
も
の
国
際
条
約
が
採
択
さ
れ
、
そ
の
批
准

を
加
盟
国
に
要
求
し
実
効
を
上
げ
て
き
て
い
ろ
。
第
二
次
世
界
戦
争

の
直
後
に
は
、
難
民
の
問
題
、
無
国
籍
者
の
問
題
な
ど
を
と
り
あ

げ
、
や
が
て
、
一
九
六
五
年
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
撤

廃
条
約
」
、
一
九
六
六
年
に
は
「
国
際
人
権
規
約
（
Ａ
、
Ｂ
）
並
び

に
議
定
書
」
一
九
六
八
年
に
は
「
戦
争
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す
る
罪

に
対
す
る
時
効
不
適
用
に
関
す
る
条
約
」
、
一
九
七
三
年
に
は
、
「
ア

パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
犯
罪
の
鎮
圧
及
び
処
罰
に
関
す
る
国
際
条
約
」
、
一
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１３「臨教審」から「教育課程審議会答申」そして 1２ 

劇

】患『
￣ 

愚
￣ 

閑
￣ 

畳 后団
￣ 

iＳ 】器］ 后Ｓ 】①、、 乞沼 ］＠ｍ『 己留 己訊
￣ 

＠ 

望 】①いい 后紹 ］①、］ 乙巴 一置②
￣ 

醤 ｝⑫←『 己急 一没の 綴

画翻遜沫楡 画調米ｓ補

圏調〆蔵灘避（シ’■）胤貝而慶肖園冊喝屡胴３儘盲行呂斗か瀞念

幽割蕊ご枡

幽調汁霞爾」“盈蔑遥封巴

＄のる⑱憲囲Ｓシ麓臘望Ｓ恵璃而圏今小国翻撒罫
画調汁騒繭、テ蓋遜竪封二

露薗３国輔“醗園体庫桧悪間目鋪薗圃而圏斗か認容

函翻粛閤閑熟副淵翰陣調酋椚相

厨罰騒シ３画頚而圏斗か紳遂諭図霞３選鷺而圏斗か搬遂

庫顎騨、繍豆洋瓠謹慈璽胖標 俸顎穂廊繍三 画調荏鄭藍薑僑

貫鱒璽岡・貫纂員聖隊Ｑ而貧纂璽岡戸醤置斗か璽周津具寅戴ｓ鰯民而己寺か蕊栖翻鑿 頻画観雌ｓ唇寓而逼斗ぴ紛容 】縄⑦繍菖襲紗雰解円欝冊寧 蕊ンＳ蝋溥憲戸遍今か紛雪 襟、Ｓ答言行圏寺⑪紗零 シ噂瓢國沖９言ンｓ剛輔管①Ｓ薗昌ｓ冨居行圏今小搬遂

画調膳沖識禺 国憾Ｓ画調補

国嬉費そら庁辱Ｊベ寺Ｊ汁ン壷議紗雪
画調＆蝉尹議寓獣Ｓ響。

Ｈ嬰戯・腐画箭斡ｍｎＪづぺ闘儲・噸穰『
河塗霞紗

〈樋華簿剰輝爲圃鶴簿剣劇露地〉引網枠愈而廿二⑪麺鱗簿趨ｓ験蓬宍戸Ｊこく］ミ引電［幹二か鬮璽・鉾雑行毒今⑮滕華Ｓ簿四戸Ｊこぺ
丹簿蝋ご官圏勲破含小シ重覇」・國角騏劃言Ｓ墹丹卦Ｅ、単・ヨ一軒窒一 引甫隣仲偶己へ伸厘句『ｏ駅叩閥汎⑪Ｓへ丹腸博瑚劇騒紗費片嘗汁朋ｎ噸丹

渇掛斗一）Ｙ凡．］、“課鼎露謁闘
■へＨ盟惑・朝剰魯鄭鬮摺酬薄仰翻鰍燃鬮樵電Ｓ購岡叶峨躯、粗遥 】こ謀ご薯濡副開司ご『当ｓ隷專１Ｎ〒鯛闇】団｛態透騎關寛静圀購陽射

こや牌載閣習餌即・沸動翻爾戸勧。⑪シロ】ヨＭｄ
彊鶴ｓ鰭固斤琲今田

｜旧ｕ」勿逮、『Ⅱ４号４４。付にひぶ識軸
」

曾刻

朴雪戯「、骨Ｓ爲廟庁簿戴」（囚噌〉望司。
翌癖纏・露琴簿鐡Ｓ国蓋琴慰麹戸忌今か躯蝿

曽田。翌費劃率頭鍾翠国

昨画１期伸登寸汎テ粉議“中倭べ河遂遷や
望Ｈ護戯。、繍璽橿国簿麹慈凄跨囲噸避

ｇ繍鴻諭圏紗・川寺川曽圏蛾
巴皿廊排蛍葦事粛鉦寧画融品

ｇへ熊載鵡爵助、尋載顕這雰国行代岱向ｊ沖蓋簿副賞掛翠團露鴎】已目圃願醸嵩叩吟，片作董關鴎購而Ｊごく

△へ儘覇舞塑列ｓ號］ミＨ雪鐡・盲ｓ』
》簿ｓ歯調宍

【鋤画壇オ竺国Ｓ薄謝笑艤寵餓

噸露熟知遂塁蝦

いへＨ翌戯・号・骨伸蘭Ｓ嵐嵐劇閣湘避呼圏閣、「国塚藍霞塙廟堂命国汁紗至濠（苫異Ｅ）
■ｑＩ』ｆもｓ０Ｐｑ■征■□句▲ａ邨田旦刀、いい・・ｌ■‐■もＪｑｑ凸０■もＪ・凸●■■Ⅱ２１４０１－

ペｓ灘麺

軽曰雪崩鞍

巴科窪戯・騨増鯛慰呼感感一已彫国１噸醇額瀦刷河糞顛錘総坤ゴサ舌小
Ｑ鬮華簿斗鶏蕊恥鵡骨一三号滑露勲寒垂鶴琵坤輸量号隈諏烈シＳｍ農一叩Ｊニョニミ顯鰭・霊驫秀Ｓ躯魍一山二国今か毒寒寒塾一ｍ至今か韓麺

薄廟戸酪偲鰯耕鵬叶寵・椛鴫蔬繼噸蜜Ｓ画
掛麟繕宍

、へ詞卦繭調停陣朝汁助患宙
昌一痢斗叩國

廟貯誹「頗字、胸簿華鯛」璽麗
更輸用舞叶鴎溢一ｍ惑蕊費繊知

色薄型閤鷺（簿動ｓ建部罫骨昌Ｓ鬮諭戸至当か圏覇毒閏薦・欝副鯵襲画輔董瀞痔円締〉序割

『へ蟄頃慾賃惣昇禽旨へ馨田・ロスーアミ悼昨露 ミ唄鶏串霞舜時論用諏而繊爲噂冴
９重聾詮・簿圏Ｓ誘蝿趨圃」落冊

②へと●ＹＪＪどｖ汎ｕ騨導試忌が通】。滞叶繭粉雪園巴

ご朴翌銀・総鴎謙掻墹頚〈騨綿）呼聾雪
望壕震僻唇戸僻⑪。了遣で《ｌ紅

ｍへ通議薄謝区寓か忘穂岸舎

昌皿田禅纈挿（叫田殿謙薄｝

】こ蝿議罰・戴枠憲葺融酒、夛今び弟篭

】こ薗渇画凶、戸
鋼

優景懲竺翠・窪冶
笥童諮 ミロ室Ｃご超』太尹汎Ｚ巾骨民勤傘

②へ鴬刻鱒骨蔦：弾蘭簿創蔦叩け割
邑聾霊癬鳥

図。Ｓ図誌庁舞功叶ｓ〈》か曾旦

噛遮
￣ 

‐ 

圏 】の②『 】⑪図の ご鴎
￣ 

GＯ 

ｚ 〕垣函四
￣ 

８． 

局 ］⑪国」 后＆ ］①『① 』召② 】の『『
￣ 

〔。
■Ｊ 
ＣＤ ］召⑫ ］④『《 ］①『四 巳薗 』①『］ 』①『◎ ］患の ］ロロの

国頭即時楠 画頚稿苫僑 画調事相補画爾繍雰彌
俸調ｕ加悦川寺－ｖ山Ｙ縞 、到刊Ｊ一」ご逵灘画頚繍 画翻萄噸鋤紺 画調藍ン執丹塞舗 画調記闘執

画翻河ン薗調爾騨鰯僑 画調夢ン舗 俸調ン口彌 画調国噌繍
シ薗鰍雪片霞ｊ国頭頬 図調簿酎繍 画調シ憲枅

〆託ｌ追行齢辱か同刈久やテーノヘデ画調森詮，
識重永ｓ言ｓ潅愚鐸・器シ隣ｓ⑱洞辱甑寓酢粛Ｊ二か胃鴬洞口望圏ｓ蕩佇而呂今か撒雰 汁申肩塗斗かびの谷小憩盤Ｓ鵬望ｓ一選鰯而至斗か瀞書 １スマテクヘテ糧Ｓ震円津具眉国而冨斗か国露紛罫 震紗旨劉浄貝ン底而同斗か劉行尊今小黒違引園通行漫斗か浄詮

熟・鶴、乢守購練（鋤困回巴 狩雲鹸畦へ「、ｓ凶潤爵簾創序雪
」

「

脚受尭」Ｓ 掛熟雪展踊圏代㈲か．丑繍時群
Ｓ否⑩蝋

丑噸誌。雪崩鐘・「簿憲騨謎ｓ謙
落樫」

圏麹翰繍蹄僻が１試岸・簿覇Ｓ
ＳＣ跡ぺ

瀞・鮒、Ⅶ守隆憐・難判国宝】＆
詩。

鄙中蕗重言

×繊餐言巴愉歌オャハーャ ノテ＋ト窪蝋講識・朱澪儀 劃麹Ｓ淋戴蝿鍾言・卦状Ｊ出雲歴 宝》で・留山電、．
● 

汁司剴藏・鯨執汁画呼洋顎行覇郭
「

継嗣鳶坤」雪囲代得か ロ糸璃麺愚蕊

と層簿鰯斜⑭汗哨骨巴層舞鶴頚公爵哨骨３ 全隠簿蝋劉凹汗璃彊
のへ

園薄鞘翻】汗鵡丹
圏薄蝋簿聞

掛雪爵愈川覇豊扇片 蓬蘇剣、鬮鎌塵雌鐸ン畳雫 甚箆傳噸璽溺輔望勘闘儲費隷戴・汁滕漁様
勵費勲頓芹．

Ｈ要惑“繭冴繍ご雪隠剣丹滕愈ｓ肝瀞誌擾
判型噸頴弐

簿華噌慈研・画調璽圃声 各様鳶「毎．騨廿」鋒基 Ｈ題感・瀬鴎糠落織議璽宍叶渦欝 Ｈ婁盛・引鰯糠毎糠鴎鐡擾噸惑騨円・腫寄ｓ華画・懐白序琶灘”〈掴秀洋恥〉箪障 伸鴎誌擾瑠薗Ｓ降雪丙肝Ｐ「醐鷺禿」序画鼻代トベ簿沖肝斤儲ン 簿報霞翻蝋憲恥費「薄斬繋繭ｓ購儘Ｓ騨噸行Ｊこぺ」哨骨・「昏什ｇｓ簿測僻慮温 局へＨ題戯・枡雨雲麻溢鋤勺弟刷国鐸酋迅へ幟煎璽同黛剣張ロメテ 伸鷺代虜ｓ川圏丼壁濤己』簿戴噂懲鍾翻Ｉ芳覇藍董落 露黙劇毎ｓ灘昔画ＨＪ 暮禽鐡義呼眉割ペー料雲汁囲黙舗１ Ｑそ薄弱轆舟齢けぃ再芦麹爵言 罵隙汁伸簿且戸Ｊラペー題剛僚覇ルー ミメ椛閥驫露闘薦翻鳥且 仲画Ｓ汁樵勺隷回革紗・隈ご莞ＥＳ箪雑璃
壷穏頗蜜

到讐鳳砂ｓ『Ｊｓ巌興 、除艤紗廟ご《鐸華噂洋竺 『辿司簿副蔑ご恥蕩霞論・斗か薄戴誌ご行Ｊこぺ
引蛾刊義国而弊 、熊鱗・汁伸痔倒ｓ潟飼行遍斗⑱噸随 雪寵儀・簿醐Ｓ鱒什重匿、墜斗か鰯鶴調ｓ

麟叫片掴蘓
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１５「臨教審」から ｢教育課程審議会答申」そして 1４ 

私
た
ち
の
側
が
識
二
頁
改
革
『
を
す
｛
す
め
る
た
め
の
原
則
は
、
氏

孕
．
第
一
に
、
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の
原
則

一
策
一
一
は
、
平
和
と
国
際
連
帯
の
原
則
▲

ｆ
第
三
は
、
子
ど
も
の
主
体
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
原
則

第
四
幸
は
、
》
教
育
改
革
へ
の
国
民
の
参
加
を
う
な
が
す
原
則
、
Ｌ

の
確
立
が
大
切
で
あ
る
Ｑ
次
に
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
部
落
解
放
運
動
が
切
り
開
い
て
き
た
保
育
Ｐ
教
育
の
成

果
は
、
世
界
史
の
勵
筒
に
照
ら
し
て
み
て
も
た
し
か
に
普
遍
性
を
も

つ
・
も
の
定
あ
っ
て
、
単
に
被
差
別
部
落
の
住
民
だ
け
の
ち
の
で
は
な

い
、
・
〆
と
い
う
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
説
明
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
き
た
○
ｆ
ｔ
：

。
□
。
・
８
０
’
０
勺
。
。
■
口
、

．
国
際
連
合
に
結
集
す
る
各
国
の
代
表
は
。
も
ち
ろ
ん
、
特
に
第
一
一
一
世

界
と
い
わ
れ
る
諸
国
人
民
の
基
本
的
人
権
の
た
め
の
闘
い
は
、
ョ
に
今
や

経
済
大
国
、
軍
事
大
国
を
も
お
い
つ
め
つ
つ
あ
る
。
そ
の
闘
い
と
の

連
帯
を
強
め
、
ユ
ネ
ス
コ
で
何
度
も
討
議
さ
れ
て
い
ろ
「
人
権
教

育
」
の
重
要
性
と
そ
の
実
践
が
世
界
中
に
い
ま
大
き
な
う
ね
り
を
つ

く
り
出
し
は
じ
め
て
い
る
事
実
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

部
落
解
放
運
動
は
こ
の
世
界
に
波
打
ち
つ
つ
あ
る
動
向
と
一
致
す
る

の
で
あ
る
。
解
放
運
動
は
国
際
人
権
規
約
の
批
准
の
運
動
に
先
鞭
を

つ
け
て
き
た
。
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
批
准
ま
た
し
か
り
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
は
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
や
教
育
に
お
け
る
差
別
待
遇

防
止
条
約
の
早
期
批
准
の
た
め
の
運
動
も
強
め
ら
れ
て
き
て
い
る
◎

九
七
九
年
に
は
「
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
撤
廃
条

約
」
そ
し
て
、
一
九
八
四
年
に
は
「
拷
問
及
び
そ
の
他
の
残
虐
な
、

非
人
道
的
な
又
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
又
は
刑
罰
の
禁
止
に
関

す
る
条
約
」
を
採
択
し
、
多
く
の
国
々
が
こ
れ
を
す
で
に
批
准
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
リ
ス
ト
は
主
な
も
の
の
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
す
で

に
条
約
は
二
十
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は

ま
だ
七
つ
し
か
批
准
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
如
何
に
日
本
政
府
は

こ
れ
ら
動
向
に
無
関
心
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。

国
内
に
あ
る
差
別
を
克
服
す
る
努
力
並
び
に
差
別
問
題
に
熱
心
に

取
り
組
む
多
数
の
人
間
の
存
在
が
あ
れ
ば
、
政
府
の
人
権
条
約
に
対

す
る
無
関
心
は
許
さ
れ
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
現
状

で
は
い
ま
だ
に
そ
う
な
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
政
府
の
無
関
心
は
容

認
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

毎
日
新
聞
の
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年
一
月
一
一
○
日
の
朝
刊
社

説
に
は
「
『
人
の
国
際
化
』
に
ど
う
取
り
組
む
」
と
い
う
題
で
こ
の

問
題
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
ろ
。

「
異
な
っ
た
文
化
的
背
景
と
社
会
習
慣
を
も
つ
外
国
人
が
、
私
た

ち
の
周
囲
で
確
実
に
増
え
て
い
く
。
日
本
の
社
会
で
多
く
の
戸
惑
い

が
生
じ
、
ま
た
あ
る
種
の
摩
擦
さ
え
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、
真
に
国
際
社
会
の
一
員
に
な
る
に
は
、
こ
の
試
練
を
乗
り
切

ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
そ
し
て
ま
た
、
「
そ
の
た
め
に
も
、
外
国
人
に

ま
た
国
内
的
に
は
在
日
朝
鮮
人
・
韓
国
人
の
差
別
、
ア
イ
ヌ
そ
の

他
の
民
族
差
別
勾
障
害
者
の
差
別
、
職
業
差
別
、
学
歴
差
別
、
女
性

差
別
な
ど
に
関
心
を
も
つ
人
々
も
広
範
囲
に
結
集
し
は
じ
め
て
い

る
。
人
権
の
た
め
の
闘
い
は
今
や
民
主
主
義
の
政
治
を
前
進
さ
せ
る

ス
ク
リ
ュ
ー
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
へ
〈

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
二
号
世
紀
は
基
本
的
人
権
の
た
め
の
闘

い
を
基
盤
に
切
り
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
Ｐ
教
育
Ｑ
保
育
の
闘
い

も
、
Ｌ
基
本
的
人
権
の
思
一
想
な
し
に
は
そ
の
正
し
い
方
向
を
持
つ
こ
と

は
で
き
な
い
ｂ
丁
》
Ｌ

・
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
部
落
解
放
保
育
Ｃ
教
育
は
二
一
世
紀
を
切

り
拓
く
重
要
な
契
機
と
な
る
と
言
え
る
ｐ
一
九
八
八
年
が
、
Ｉ
世
界
人

権
宣
言
四
○
周
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
ｉ
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、

そ
の
普
遍
性
の
宣
伝
は
、
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
ｂ

Ｌ
ま
た
、
こ
の
運
動
は
、
部
落
解
放
基
蘂
本
法
を
制
定
さ
せ
る
た
め
露
の

国
民
運
動
と
結
合
さ
れ
、
，
広
範
な
国
民
に
支
持
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
。

な
ら
な
い
。
ｒ
：
’
、
〆

〈
第
二
に
臨
教
審
に
対
す
る
国
民
の
期
待
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
教

育
荒
廃
を
解
決
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
だ
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
相
当
、
（
大
き
い
期
待
で
あ
っ
た
ｐ
し
か
し
、
今
や
そ
の

期
待
は
急
激
に
し
ぼ
ん
で
き
て
、
も
は
や
最
終
報
告
に
対
し
て
も
国

民
は
期
待
を
持
た
■
な
ぐ
な
っ
て
い
る
ｐ
国
民
の
失
」
望
は
日
に
日
に
大
』

き
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
際
、
臨
教
審
批
判
と
私
た
ち
の
側
『

対
す
る
い
ろ
い
ろ
の
差
別
を
解
消
し
、
受
け
入
れ
の
制
度
や
仕
組
み

を
早
急
に
変
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
の
が
論
説
の
大
要
で
あ

る
。国
内
を
み
て
も
在
日
韓
国
人
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
、
障
害
者

に
対
す
る
差
別
、
女
性
差
別
、
ア
イ
ヌ
差
別
、
そ
し
て
最
も
大
き
な

部
落
差
別
に
文
部
省
は
一
度
も
積
極
的
な
方
針
を
出
し
た
と
と
が
な

い
。今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
当
っ
て
も
、
臨
教
審
の
言
葉
を

う
け
と
っ
て
国
際
化
と
か
国
際
的
感
覚
と
い
う
こ
と
ば
は
多
数
使
用

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
う
る
。
し
か
し
、
彼
等
の
打

ち
出
し
た
旧
態
依
然
と
し
た
民
族
主
義
と
能
力
主
義
の
徹
底
と
い
う

こ
の
二
つ
の
基
本
原
理
を
そ
の
ま
ま
に
国
際
化
が
教
育
の
問
題
と
し

て
充
分
に
次
の
世
代
の
も
の
に
な
る
こ
と
は
と
う
て
い
望
め
な
い
の

は
明
ら
か
で
あ
る
。

紙
数
の
関
係
で
こ
ま
か
く
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
末
尾

に
付
し
た
年
表
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
世
界
の

動
向
と
日
本
の
政
治
動
向
と
は
全
く
方
向
が
違
う
の
で
あ
る
。

戦
後
部
落
解
放
運
動
が
展
開
さ
れ
て
、
解
放
教
育
の
成
果
も
か
ち

と
ら
れ
て
き
た
。

五
、
わ
れ
わ
れ
の
側
の
対
応



夕

1６ 
１７「臨教審」から「教育課程審議会答申」そして

か
ら
の
積
極
的
な
教
育
改
革
の
運
動
を
、
各
地
で
大
規
模
に
展
開
す

る
こ
と
が
望
ま
れ
ろ
。

第
三
に
、
教
育
労
働
者
は
日
教
組
の
分
裂
を
回
避
し
、
団
結
を
回

復
し
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ふ
る
い
た
た
せ
て
地
域
住
民
と
手
を

た
ず
さ
え
て
、
臨
教
審
批
判
の
行
動
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
臨

教
審
批
判
の
行
動
の
中
て
、
平
和
、
基
本
的
人
権
、
民
主
主
義
の
教

育
と
は
何
か
の
論
義
を
再
度
ま
き
起
こ
す
こ
と
、
そ
し
て
地
域
に
教

育
改
革
の
た
め
の
住
民
組
織
を
つ
く
り
上
げ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
そ
の
際
の
原
則
と
し
て
、
女
性
、
障
害
者
、
在
日
朝
鮮
人
・

韓
国
人
そ
し
て
部
落
解
放
運
動
の
担
い
手
を
、
必
ず
組
織
の
中
心
に

す
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
に
、
地
域
に
保
育
者
集
団
（
保
育
労
働
者
、
保
育
所
利
用
中

の
親
、
そ
の
他
保
育
に
関
心
の
あ
る
地
域
住
民
、
そ
れ
に
被
差
別
集

団
の
代
表
の
組
織
）
を
フ
ル
に
活
動
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

保
育
所
の
予
算
は
減
ら
さ
れ
、
受
益
者
負
担
の
高
料
金
が
必
ず
打
ち

出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
必
然
性
が
目
の
前
に
あ
る
か
ら
で
あ

●
●
●
●
●
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ろ
。
こ
の
際
、
保
育
・
教
育
の
自
由
権
的
把
握
だ
け
で
は
不
充
分
な

●
●
●
●
●
●
 

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
権
的
把
握
の
重
要
さ
が
充
分
に
認
識
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
教
育
・
保
育
の
た
た
か
い
の
中
心
の

課
題
は
自
由
権
か
社
会
権
か
の
把
握
の
仕
方
に
か
か
っ
て
き
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

第
五
に
、
民
主
教
育
改
革
大
綱
と
で
も
い
う
べ
き
、
今
後
の
教
育

④
保
育
・
教
育
の
商
品
化
・
企
業
化
は
ど
う
す
れ
ば
防
止
で
き
る

の
か
。

⑤
高
校
の
義
務
化
は
何
故
必
要
か
。

⑥
大
学
教
育
を
国
民
の
も
の
に
す
る
た
め
の
方
策
。

⑦
教
師
の
主
体
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
。

⑧
国
家
の
権
限
と
地
方
自
治
と
教
育
の
関
係
。

こ
れ
ら
八
項
目
ぐ
ら
い
の
諸
課
題
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら

か
に
し
て
、
地
域
住
民
に
提
示
し
、
各
地
で
討
論
を
集
約
し
、
そ
れ

ら
が
出
そ
ろ
い
か
け
た
段
階
で
地
方
の
教
育
会
議
を
開
き
、
さ
ら
に

全
国
集
会
に
集
約
し
て
ゆ
く
よ
う
な
大
教
育
運
動
を
展
開
し
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。

子
を
持
つ
親
た
ち
は
勿
論
、
子
育
て
を
終
了
し
た
と
思
っ
て
い
る

地
域
住
民
も
教
育
の
現
状
を
肯
定
し
て
い
な
い
。
学
校
に
対
す
る
不

満
、
教
師
に
対
す
る
不
信
も
高
ま
っ
て
い
ろ
。
そ
の
原
因
は
こ
の
小

論
で
指
摘
し
た
よ
う
に
実
は
戦
後
四
○
年
に
一
旦
ろ
政
府
・
自
民
党
と

文
部
省
と
が
展
開
し
て
き
た
教
育
行
政
の
間
違
い
の
結
果
な
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
政
府
と
文
部
省
は
、
親
た
ち
や
国
民
の
側
の
不
満
を

す
べ
て
「
日
教
組
」
の
せ
い
で
あ
る
と
し
て
、
親
と
教
師
の
離
間
策

に
で
て
、
む
し
ろ
真
面
目
に
親
た
ち
の
方
を
向
く
教
師
を
追
い
詰
め

て
き
た
の
で
あ
る
。
「
日
教
組
」
に
結
集
す
る
教
師
の
中
に
は
、
も

ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
な
教
師
が
い
ろ
。
し
か
し
少
な
く
と
も
平
和
を
守

り
、
反
核
。
反
原
発
の
大
事
さ
に
気
ず
き
人
権
の
思
想
を
子
ど
も
た

の
改
革
を
目
指
す
わ
れ
わ
れ
の
側
の
大
綱
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
あ

ら
ゆ
る
民
主
団
体
、
市
民
知
識
人
労
働
者
の
組
織
の
結
集
を
は
か
る

必
要
が
あ
る
。

と
く
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
地
域
教
育
改
革
の
主
体
と
な
る
集
団
の

形
成
を
目
標
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な

地
域
の
教
育
改
革
の
主
体
に
は
、
何
度
も
く
り
返
え
す
が
、
従
来
、

差
別
に
よ
っ
て
教
育
権
を
奪
わ
れ
て
き
た
も
の
の
代
表
と
し
て
、
解

放
同
盟
・
障
害
者
団
体
の
代
表
、
女
性
の
代
表
、
と
く
に
働
く
女
性

の
代
表
、
在
日
朝
鮮
人
・
韓
国
人
の
代
表
、
労
働
組
合
の
代
表
な
ど

が
ど
う
し
て
も
参
加
す
る
よ
う
、
そ
し
て
充
分
に
意
見
が
出
し
つ
く

せ
る
よ
う
に
配
慮
し
て
ゆ
く
こ
と
が
非
常
に
大
事
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
地
域
教
育
改
革
の
主
体
が
わ
れ
わ
れ

の
側
の
教
育
改
革
案
を
「
民
主
教
育
改
革
大
綱
」
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
日
教
組
の
教
育
制
度
検
討
委
員
会
や
、
今
回
の
臨
教
審

に
対
抗
し
て
つ
く
ら
れ
た
女
性
に
よ
る
民
間
教
育
審
議
会
の
報
告
書

な
ど
に
も
す
で
に
多
く
の
重
要
な
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
ろ
。

こ
の
「
大
綱
」
は
文
字
通
り
に
大
綱
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
細
か
な

規
定
は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

①
教
育
行
政
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。

②
教
育
内
容
は
誰
が
決
定
す
る
の
か
。

③
子
ど
も
の
主
体
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
尊
重
す
る
の
か
。

ち
に
根
づ
か
せ
る
と
の
大
切
さ
に
気
づ
い
て
い
る
教
師
は
一
方
で
確

実
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
教
師
た
ち
を
孤
立
さ
せ
な
い
た
め
の
労
働
者
の
多
く
が
、
教

育
の
問
題
に
「
わ
れ
わ
れ
の
問
題
」
意
織
を
持
っ
て
立
ち
上
る
こ
と

を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
平 ｉ
Ｅ
 阿
薗
曇

確
と
教
育
」

】
【
】
【


